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原

昌

三

郎

-

周
知
の

如
ぐ

､

史
上

基

前
の

繁
螢
を
イ

ギ

リ

ス

に

も

た
ら

し

た

産
業
革

命
の

嵐
は

や

が
ヤ

十

九

世
紀
後
年
に

至

り
､

漸
次
そ
の

弊
害
を

顛
著
な

ら

し

め

始
め

国
家
も

も
は

や
､

■
従

来
切

如
き

単
な

る

夜
警
国
家
的
存
在
た

る

に

止

ま

る

こ

七

は

許
さ

れ

ず
､

そ
れ

ら
の

弊
害
克
限
の

眉
､

散
骨
公
共
の

礪
祉
の

賃
に

､

穣
極
的
指
導
的
役
割
を

も

果
す
べ

き
こ

と
が

宴
求
さ

れ

る

に

至
つ

た
｡

即
ち

､

種
々

の

公
益
事
業
の

統
制

､

そ

し
て

螢
働
立

法
そ
の

他
の

所

謂
｢

敢
昏
立

法
+

の

脅
加
は

､

国
家
的
干
渉
を

必

須
な
ら

し

め
■､

そ
の

結
果

､

行
政
部
の

機
能
を

異
常
に

境
大
せ

し

め

た
の

で

あ
る

｡

か

く

し

て

二

十
世
紀
は

｢

行
政
部
優
位
の

時
代
+

と

す
ら

構
せ

ら

れ
る

に

空
つ

■

た
｡

即
ち

､

一

方
に

廣
汎
な

委
任
立

法
の

分

野

が

準
生

し
､

他
方
裁
判
所

に

つ

い

て

も
､

も
は
や

傑
釆
の

如
き
個
人
主

義
的

､

自
由
主

義
的
な
立

場

に

立
つ

て

政
府
の

精
勤
を

抑
制
す
る

こ

と

は
､

か
1

る

立
法
本
来
の

目
的

を

誤
る

も
の

で

あ
り

､

更
に

か
1

る

立

法
に

含
ま

れ
る

技
循
性

､

専
門

性

は
､

夫
々

の

分

野
の

専
門

家
に

よ

る

学
の

裁
定

を

通
常
と
し

､

そ
れ

ら
の

寧
の

酪
決
に
は

菌
束
の

裁
判
官
を

不

適
任
な

ら

し

め
､

叉

之
等
新
立
法
の

完
全
な

る

茸
施
に

と

つ

て

は
､

通

常
裁
判
所
の

手

蹟
の

複
薙
性

､

■
訴
罷
費

用
の

多
額
な
る

こ

と
､

更
に

は
､

事

績
の

複
雑
性
に

伴
う
訴
訟
の

遅
延
は

特
に

致
命

的
な

鉄
鉱
で

あ
り

､

加
ふ

る

に
､

通
常

裁
剣
所

､

特
に

､

下

級

裁
剰
所
は

､

そ
の

事
寒
が

多
き
に

過
ぎ

､

か

う
し
た

幾
多
の

立

法
に

伴
ひ

新
し

く
草
生
を

預
想
さ

れ
る

問
題
を

裁
定

す
る

能
力
を

既
に

失
つ

て
.
ゐ

七

の

で

あ
る

｡

か
1

る

事
情
の

下

に
､

所
謂
｢

祉
督
立

法
+

の

制
定
に

伴
ひ

､

執
行
部
と

私
人
と
の

間
の

寧
の

裁
定
の

権
能
が

大
臣

､

又
は

そ
の

他
の

行

政
機
関
に

附
興
さ

れ
(

行
政
府
裁
判
所
)

､

し

か

も
､

そ
の

裁
{

疋

を

終
局
的

た

ら

し

め

て
､

通
常

裁
判
所
へ

の

上

訴
を

屈
め
■
な

い

場
合
が

生

じ
て

釆
た

の

で

あ
る

｡

か
⊥

る

煩
向
に

勤
し
て

は
､

イ

ギ

リ

ス

樽
統
の

公
法
理

論
の

一

た

る

｢

法
支
配
+

の

原
則
に

背
反
す
る

も
の

と

し

て
､

強
い

反
射
の

叫
び
が

起

り
､

し

か

も
､

そ
の

リ

ー

ダ
ー

が

主

と

し

て

法

曹
で

あ
つ

た

と
い

ふ
の

も

箇
然
で

あ
る

が
､

一

方
､

之
に

反
し

､

か
⊥

右
傾
向
に
■勤
し

､

寧
ろ

環
極

的
肯
定

的
な

態
度
を

採
る

人
々

の

存
在
も

亦

首
肯
し

う
る

所
で

あ
る

｡

こ

⊥

に

私
が

紹
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し

よ

う
と

す
る
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ブ
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着
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あ
る
｡
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か

ら

成
る

も
の

で

あ
る

が
､

ロ

ブ

リ

ソ

は

こ

の

蕃
の

中
で

先
づ

､

所
謂
｢

蛙
力
分
立

制
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な
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行
政
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剰
所
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及
び

内

部
的
裁
判
所
の

構

浩
次
び

機
能
の

清
算
と

そ
の

費
生
的
基
盤

か
ら

す
る

そ

れ
ら
の

無

統
一

性

の

指
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を

な
し
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更
に

進
ん
で

､

司
法
的
機
能
の
一

心

盟

約
側

面
と

し
て

の

所
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｢
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精
神
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､
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加
ふ
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に
､

ダ

ナ

フ
.

モ

ア

委
員
倉
の

調
査
報
告
の

瞼
討

を

な

し
､

そ
の

委
員
曾
に

於
け

る

代

表
的
栽

撃
言
の

二

三

を

採
り

あ
げ

､

更

に

報
告
書
の

板
木
的
立

場
を

批
判
し

､

そ

れ
は

常
時
の

法
官
の

如
き
頑
迷

さ

は

な

く
､

大
膿
に

於
て

普
を

得
た

も
の

と

冒
へ

る
が

依
然
｢

法
支
配
+

な

る

も
の

の
､

形

式
的
な

面
に

の

み

抱
泥
し

す
ぎ
る

保
守
的
な

も
の

に

す

ぎ
ず
附
託
條
件
に

よ

る

制
約
と

い

ふ

事
情
は

あ
る

に
せ

よ

積
極
的
建
設
的

な

倍
倍
を

試
め

え

な
い

と

な
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七
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漸
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幹
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な
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ゝ

あ
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も
､

伶
､

そ
の

立

場
上

､

依
然
｢

法
文
配
+

の

原
則
を

何
等
か

の

形
に

於
て

に

せ

よ
､

固
守
せ

ん

と

す
る

滑
極
的
な

抵
抗
を

績
け

て

ゐ

る

こ

と

を

指

摘
す
る
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以
上
の

如
き

前
軽
的
な

研

究

を

経
て

最
後
に

行
政
府
裁
判
な

る

も
の

1

利
害
得
失
を

検
討
し

､

そ
の

鉄

陪
を

除
去
す
る

馬
の

積
極

的
建
設
的
な

施
薬
を
な

し

て

ゐ

る
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之
を

要
す
る

に
､

ロ

ブ
ソ

ソ

は

十

九
世
紀
後
年
か

ら

今
世
紀
に

か

け

て

の

現

賛
の

中
に

行
政
府
裁
判
な

る

も
の

の
､

必
然
性
を

肯
定
し

､

之
に

封

す
る

反
封
論
に

封
抗
し

な

が

ら
､

積
極
的
に

そ
の

制
度
化

､

統
一

化
を

企

て
て

み

る
の

で

あ
る

｡

そ
こ

で

私
は

ご
1

で

は

葦
別
に

よ
る

紹
介
と

い

ふ

方
法
は

と

ら

ず
に

､

ロ

ブ
ソ

ソ

の

行
政
府
裁
判
所
制
度
案
な
る

も
の

を

中

心
に

し

て
､

で

き
る
.

丈
､

統
一

的
に

､

本
書
の

内
容
を
こ

の

限
ら

れ
た

釈

面
の

中
で

紹
介
し

て

見
た
い

と

恩
ふ

｡

こ

の

意
味
で

章
別
に

よ

る

方
法
と

は

異
り

､

或
る

章
は

特
に

詳
七

く
､

或
る

葦
は

叉

殆
ん

ど

直
接
に

は

ふ

れ

ら

れ
る

こ

と

な

く
終
つ

て

了

ふ

か

も

知
れ

な
い

と

言
ふ

危
険
が

極
め
て

強

い

の

で

あ
る

が
､

そ
の

鮨
は

務
め

御
諒
承
を

廟
つ

て

置
き
た

い
｡

三

枚
て

､

叙
述
の

便
宜
上

､

さ

う
し

た
､

主

と

し
て

法
官
の

側
よ

り

す
る

非
難
を

背
景
に

､

一

九
二

九
年

十

月
､

行
政
府
裁
判
と

俸
続
的
な

法
支
配

の

原
則
と

を

如
何
に

調
整
す
べ

き
か

を

検
討
す
べ

く
任
命
さ

れ
た

ダ

ナ

フ

モ

ア

委
員
曾
の

報
告
に

封
す
る
p

プ
ソ

ソ

の

批

弼
の

主

な
る

二

三

の

耗
を

∂59



一

橋

論

叢

啓
二

十
五

番

弟
六

餅

､

榊

㌧

先
づ

最
初
に

挑
め

て

見
よ

う
｡

(

≡
四

⊥
ニ

七
+

ハ

)

一

般
的
に

云
つ

て

報
告
書
は

法
曹
の

如
く

､

無
批
判
に

行
政

府
裁
判
制

そ
の

も
の

を

排
斥
す
る

の

で

は

な

く
､

そ

れ
は

既
に

動
か

す
こ

と
の

で

き

な
い

既
成
革
質
で

あ
り

､

叉
そ

れ
は

一

つ

の

必
然
的
傾
向
で

あ
る

こ

七

を

.

も
認
め

､

只
､

そ

れ
に

伴
ふ

弊
害
を

最
少
限
に

止

め

よ

う
と

す
る

も
の

で

あ

り
､

そ
の

具
盟
約
な

勧
告
も

常
を

得
な
い

も
の

と

は

決
し

て

冒
へ

な

い
｡

併

乍
ら

､

先
づ

､

そ

れ
ほ

附
託
條
項
そ
の

も
の

に

よ
る

制
約
に

せ

よ
､

〆

イ
シ

イ

的
な

法
支
配
の

原
則
を

そ
の

儀
､

維
持
し

ょ

う
と

す
る

鮎
に

問
題

が

あ
る
｡

即
ち

､

近
代
国
家
に

於
て

は

行
政

部
は

贋
汎
な

裁
量
権
を

も
ち

､

又
も
た

ね

ば

な
ら

な
い

し
､

叉
イ

ギ

リ

ス

に

於
て

も
､

所
謂
｢

公
法
+

と

｢

私
法
+

と
の

直
別
が

存
在
し

行
政
機
関
は

茸
箆
法
的
に

も

手

続
法
的
に

も

∴

穀
私
人
の

も
た

な
い

権
能

､

利
益
を

も
つ

て

ゐ

る
｡

ダ

イ

シ

イ

が

法
的

平

等
と

冒
ふ

場
合
に

は
､

不

法
行
届
の

場
合

､

官
史
も

一

般
市
民
と

国
境

司

法
裁
判
所
の

審
理
に

服
す
る

と
い

ふ

撃
官

考
へ

て

る

る
の

で

あ
る

が
､

之
は

反
つ

て

賛
際
上

野
属
の

権
利
保

護
に

攻
つ

て

は
不

利
益
な

場
合
が

多

ヽ

○

､
一

∨

次
に

委
員
督
は

司
法
的
機
能
と

準
司

法
的
機
能
と

冨
ふ

直
別
を

採
つ

て

ゐ

る

が
､

仔
細
に

検
討
す
れ
ば

雨
着

共
に

川
事
賛

､

∽
法
規

､

弼
法
規
の

基

礎
を

な

す

政
策

､

を

そ
の

要
素
と

す
る

も
の

で

あ
り

､

そ
の

区
別
は

曖

昧
で

あ
る

｡

寧
ろ

か

1

る

曖
昧
な

直
別
を

排
し
て

問
題
が

印
に

止

ま
る

時

は

そ

れ
が

非
常
に

技
術
的
で

事
資
を

明
ら

か

に

す

る

賃
に

は

熟
練
家
に

委

せ

た

方
が

よ
い

と

言
ふ

様
な

場
合
以

外
ほ

一

般
に

裁
判
所
に

委
せ

､

何
に

重
葡
が

あ
る

時
ほ

そ
の

解
決
は

一

般
に

行
政
府
に

委
ね
､

何
に

つ

い

て

問

題
あ
る

時
は

親
潮
所

､

又
は

行
政
部
何
れ
に

せ

よ

雨
着
共
に

糾
を

考
慮
す

る

様
に

す
べ

き
で

あ
る
｡

行
政

府
裁
判
に

射
す
る

司
法
部
の

審
査
に

つ

い

て

は

後
に

ふ

れ
る

(

五
)

｡

最
後
に

委
員
倉
は
フ

ラ

ン

ス

的
な

行
政
法
及
び

行
政

裁
剰
制
度
を

設
け

る

こ

と

を

完
全
に

否
定

す

る
が

､

併
し

現
茸
を

客
観
的
に

考
察
す
る

者
に

と

つ

て

は

そ
れ

ら

は

現
存
し
て

ゐ
る

も
の

で

あ
る
｡

そ

れ

故
､

寧
ろ

我
々

は

現
存
の

制
度
を

積
極
的
に

改
革
し

､

合
理

化
す
る

こ

と

に

努
め

る
べ

き
で

あ
り

､

こ

1

に

報
告
善
が

一

般
的
蛮
骨
性
を

有
し

な

が

ら

も
､

建
設
的
な

意
義
を

も

ち

得
な

か
つ

.
た

理

由
の

一

が

存
在
す
る
｡

し

か

ら

ば

委
員
禽
の

報
告
奉
に

封
し

て

以
上
の

如
き
批

判
を

加
へ

る
p

ブ
リ

ソ

の

行
政

府
裁
判
制
な
る

も
玖

は

如
何
な

る

も
の

で

あ
ら

う
か

｡

四

紳
は

権
力
を

如
何
に

配
分

す
べ

き
か

を

定
め

る

も
の

で

は

な

く
､

イ

ギ

リ
ス

の

歴
史
も

示
す
如
く

､

行
政
部

､

又
は

司
法

部
に

永
久

不

麺
的
に

附

興
さ

れ

る
べ

き

特
別
な

範
疇
に

屈
す
る

権
能
な
る

も
の

も

あ
る

わ
け
で

は

な
い
｡

.
そ
れ

故
､

行
政
機
関
が

司
法
的
な

磯
雄
を

行
使
す
る

か

ら

と
い

つ

て
､

直
ち

に
､

そ

れ

が

憩
い

と
.

ほ

冨
へ

な

い
｡

あ
る

時
代
に

権
力
せ

ど
の

様
に

配
分

す
る

か

と
い

ふ
こ

と

は
､

選
に

便
宜
性
の

問
題
で

あ
つ

て
､

祉

骨
的
礪
祉
の

問
題
丈
が

そ
の

試
金

石
と

な

る

の

で

あ
る

｡

(

三

十
三

貫
)

｡

そ
れ

故
ダ

イ
ソ

イ

U
小

記
q

〔

A
.

く
.

)

的
な

意
味
の

法
的
苧

等
を

妨
げ
る

も
の

と

し

て

の
､

資
本
主

義
高
度
･化
の

必
然
的
結
果
と

し
て

生
じ

た

行
政

法
乃

至

行
政
府
裁
判
制
度
を

､

そ
の

形
式
的
な

面
の

み

か

ら

眺
め
て

､

｢

法

∂β0

サ

一
☆

.

し
･)

デ
イ

一

､

ノ
､
ノ

一
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/

∴
軍
配
+

と
い

ふ

英
国
憲
法
の

他
国
に

誇
る
べ

き
特
色
が

失
は

れ

た

と

悲
観

_
▼

す
る
の

息
田

ら

な
い

｡

若
し

､

新
し

い

行
政
府
裁
判
制
度
が

通
常
裁
判
所

が

襟
来
か

ち

え
て

来
た
と

同

様
な

信
頼
を

か

ち

う
る

に

足
る

資
質
を

､

制

度
的

､

事

績
的
灯

持
ち

う
る

な

ら

ば
､

行
政
府
裁
判
の

必
然
性

皇

是
す

､

る

も
の

に

と

つ

て

は
､

行
政
府
裁
判
横
国
が

通
常
裁
判
所
の

制
度
的
特
質

を

そ
の

儀
≧

具
備
し

て

ゐ

な
い

か
ら

と

い

つ

て

悲

観
す

る

必

要

は

な

い

(

三

十

四
､

五

貫
)
｡

･

そ
れ
な

ら

ば
､

行
政
府
裁
判
制
度
の

規
代
に

於
け
る

適
感
性
を

承

謁
し

､

そ
の

長
所
を

維
持
せ

し

め

る

ト

同

時
に

､

本
制
度
の

包
括
す
る

と

考
へ

ら

れ
満

鉄
隋
を

補
正

し
､

そ
れ

が

通
常
裁
判
所
が

国
民
の

絶
封
の

信
碗
を

克

ち

え
て

ゐ
名

所
の

基
礎
と

な
つ

て

ゐ
る

も
の

を

も
ち

う
る

篤
に

は

如
何
に

す
れ

ば

よ
い

か

が

先
づ

問
題
と

な
る

｡

そ
の

第
一

段

摺
と

し
て

ロ

ブ
ソ

ン

は
､

か
⊥

る

行
政
府
裁
判
な
る

屯
の

が
､

イ

ギ

リ

ス

国
民
の

絶
封
の

信
項
を

う
け

､

法
支
配
の

原
則
の

規

茸
の

荷
ひ

手
と

な
つ

て

ゐ

る

通
常
裁
判
所
と

比

較
す
る

と

き
､

果
し

て

如
何
な

る

差
異
が

あ
り

､

そ
れ

が

果
し
て

如
何
な

る

危
険
を

包
癒
し

て

ゐ

る

か

を

問
題
と

し
､

通
常
裁
判
所
に

よ

り

行
使
さ

れ
る

司

法

的
作
用
の

本
質
的
特

質
を

､

そ

れ
に

賀
似
の

行
政

的
作
用
と

比

較
封
照
し

乍
ら

切
ら

か

に

す
る

｡

即
ち

､

糾
裁
判
官
の

猿
立

つ
F
e

I

邑
e

官

邑
e

ロ
C

e

O

:
訂

吉

倉
e

仲
裁
判
官
の

無
答

薫

き
①

＼

H

2
-

亡

n
i

-

:
=
F
e

言
笥

糾
裁
判
官
の

ヽ

潔
月
性
(

事
件
に
つ

き
利
害
関
係
を

も

た

ぬ
こ

と
〕

つ
F
e

I

き
0

雪
山

首
O
h

t

訂
l

邑
粥
e

純
白
ら

審
理

､

裁
判
し

代
理

を

許
さ

ぬ
こ

と

つ

訂

冒
d

叫
e

ヨ

宏
t

p

n
t

官
岩

昌
巴
-

y

岬
常
幸
著
聞
の

寧
の

存
在

→
F
O

E
m

こ
ロ
t

空

事

評

竹

芝
｡
∽

伺
審

問
を

う
け

る

権
利

(

督
事
者
の

口

頭
辞
諭
に

基
い
■て
裁
判

す
る
こ

と
〕

つ
J

e

空
g

F

:
｡

訂

H
e

P

邑

の
讃

媒
に

基
く
べ

き
こ

と

A

§
r

d

身
-

三
訂

E

蓋
e

≠

房

料
具
鮭
的
事
件
に
つ

い

て

の

み

裁
判

を

す
べ

き
こ

と

つ

訂
C
P
∽

e

i

ロ

H

当
山

阿
鼓
終
的
決
定

A

望
口

已

U
?

C

互
○

ロ

が

之
で

あ
る
｡

(

四

〇

-
八

三
)

更
に

､

所

謂
｢

裁
判
の

執
行
+

に

と
つ

て

は
､

選
に

裁
判
組
織
の

確
立

丈
で

は

な

く
､

そ

れ

以
上

に

そ
の

事
件
が

特
別
な

事

績
に

よ

り

決
定

さ

れ

る
こ

と

が

必
要
で

あ
る

｡

こ

の

事

横
が

司
法
的
手

漬
な
の

で

あ
■
る

｡

そ

れ

は

特
別
な

思
考
方
法
の

屯
つ

技
術
に

よ
り

規
則

､

原

撃
ぎ

適
用
す

る
こ

と

で

あ
り

､

そ

こ

に

は
､

そ
の

基
礎
を

な

す
も
の

と

し
て

一

定
の

心

理

的
要

素
が

存
在
す

る

こ

と
が

必
要
で

あ
る

｡

そ

し

て

か
⊥

る

司
法
的
手

繰
の

基

礎
■
を

な

し

て

ゐ

る

も
の

が

｢

司
法

的
精
神
+

盲
聖
口

i

巴

写
邑
な
の

で

あ

る
｡

扱
て

､

司
法
的
精
神
な

る

も
の

を

明
ら

か
に

す
る

霜
に

は

裁
判
官
が

通
常
裁
舛
所
で

裁
判
す
る

賂
合
の

事

績
を

分

析
す
る

こ

と

が

必
要
で

あ

る
｡

そ
の

外

析
の

結
果

､

ロ

ブ
ソ

ソ

は

司

法
的
精
神
と

し
て

､

次
の

諸
黙

を

あ
げ
る

｡

川
撫

矛
盾
性

､

拘
平

等
､

桝
確

資
､

㈹
公
平

､

が

之
で

あ
り

､

叉

裁
判
官
は

そ

れ

と

同

時
に

濁
在
の

法
規
の

忠
賛
な

執
行
と

矛
盾
し

な

い

限

町

政
昏
の

進
歩
蒙
展
に

指
導
的
役
割
を

も

果
す
こ

と
が

要
求
さ

れ
る

も
の

で

あ
る

と

す
る

｡

(

二

五

五

-
三
一

二

〕

玉

以
上

の

如
き

､

前
提
的

､

伏
線
的
研
究
か

ら
.
す
れ
ば

､

鵠
今
の

行
政
府

一

哉
脚
部
度
な

る

も
の

は
､

印

費
用
が

か
⊥

ら

ず

迅
速
で

あ
る
こ

と
､

拘
技

朋



戯

一

橋

静

叢

夢
二

十
五

春

希
六

凍

術
的

､

専
門
的
な

知

識
経
験
を

そ
の

分

野
の

司
法
的
機
能
を

行
ふ

に

必
要

な

丈
有
す
る

こ

と
｡

何
条
行
政
の

能
率
的
な

虞
埋

に

援
助
を

輿
へ

う
る

こ

と
､

仲
新
し
い

竺
P

ロ

a
P

a

を

定
め

､

祀
脅
的
改

良
と
い

ふ

政
策
を

促
進

せ

し

め

う
る

鴨
力
を

有
す

る
､

と
い

ふ

様
な

長

所
を

有
す
る

が
､

そ
の

反

面
叉

幾
多
の

敏
隋
を

有
す
る

｡

こ

れ

ら
の

敏
隋
の

多
く
は

行
政
府
裁
判
の

性
質
そ
の

も
の

か

ら

し

て

不

可

避
的
な

､

又
そ

れ

に

国
有
な

も
の

で

は

あ

る

が
､

■
併
し

､

そ

れ
を

匡
正

す
る
こ

と

も

別
段

困
難
な

も
の

で

は

な

い
｡

の

全
開
性
の

敏
如

一

般
に

口

頭
審
理

が

な

く
､

又

審
理
が

許
さ

れ

る

場
合
に

も
､

そ

れ

は

非
公
開
で

あ
る

｡

更
に

判
決
そ
の

も
の

も

完
全
な

意
味
で

公
表
さ

れ
て

ゐ

る
と

は

冨
ひ

得
な
い

場
合
多
く
〔

方
法
的
に

不

備
〕

卿
決
理
由

に

至
つ

て

は
､

ご

く
僅
か

な

例
外
を

除
い

て

ほ

全
く
秘
密
に

さ

れ

て

ゐ

る
｡

併
乍
ら

､

こ

の

様
な

疎
密
性
は

行
政

府
裁
判
所
の

活
動
に

と

り
不

可

鉄
な
簡
素
で

も

な

け

れ

ば
､

叉

そ

れ
が

行
政
府
裁
判
に

附
随
す
べ

き
本
来
的
理

由

も

な
い

｡

併
し

､

こ

の

歌
溢
を

匡
正

し
て

出
来
る

丈
､

公

開
す
る

制
度
に

す
る

と

そ
の

結
果

､

行
政
が

敢
合
駒

､

政
治
的

､

経
済
的

欒
化
に

應
じ

得
な
い

様
な

行
政
府
裁
判
の

固
定
化

を

も

た
ら

す
と

い

ふ

非

難
も
起
り

得
よ

う
が

､

一

般
人

民
は

報
告
を

う
け

た

事
件
は

不

麺
の

先
例

で

あ
つ

て

将
来
全
て

の

場
合
に

不

欒
的
に

従
ほ

ね

ば

な
ら

な
い

も
の

と

考

へ

ず
に

､

容

易
に

､

常
に

そ

れ
は

裁
判
所
の

､

精
神
が

動
き
つ

⊥

あ
る

方
向

を

指
示

す
る

も
の

､

即
ち

事
情
に

よ
つ

て

ほ

欒
化
さ

れ
ね

ば

な
ら

な

い

方

向
を

指
示

す
る

も
の

と

見
倣
さ

れ
る
べ

き
で

あ
る

と
い

ふ

こ

と

を
埋

骨
で

き
る

も
の

で

あ
る

｡

何
事
質
問
題
に

封
す
る

調
査
の

性
質
が

貧
窮
で

あ
る
こ

と
｡

専
門

的
知

識
と

審
理

維
力
と

は

必
ず
し

も
相

一

致
す
る

も
の

で

は

な
い

｡

立
讃
方

法

に

他
の

鮨
以
上

に

重
銘
を

置
く
英
法
で

は

事

安
閑

確
審
理
に

営
つ

て

は

口

頭
審
理

を

行
ひ

､

琵
人
の

新
開
及
び

反
戦
訊

問
は

訴
訟
嘗
事
者
を

代
理

し

て

訓
練
を
つ

ん

だ

辞
儀
士

が

行
ふ
の

で

あ
る

｡

之
に

反
し

て

行
政
府
裁
判

所
は

通

常
裁
卿
所
の

訴
訟
手

繰
の

形
式
的
厳

格
性
を

も

ど
か

し

く
恩
ふ

素

人
に

は

歓
迎
さ

れ

る
だ

ら

う
が

､

既
に

述
べ

た

如
く

､

口

頭
審
誕

を

敏
き

､

文
書
に

よ

る

陳
述
に

依
存
し
1

反

封
訊
問
等
の

立

謹
の

よ
り

有
数
な

方

法

を

敏
く
こ

と

に

よ

り

反
つ

て

信
縞
を

失
つ

て

了
ふ

｡

通
常
裁
判
所
に

通
常

し

た

長
た

ら

し
い

精
細
な

琵

媒
蒐
其
方
法
を

行
政
府
裁
封
に

そ
の

儀
､

導

入

す
る

と
い

ふ

こ

と

は

決
し

て

望
ま

し

く
は

な
い

が
､

琵

嬢
吉
敷
の

提
出

を

求
め

､

琵
人
の

出
頭
を

混
制
す
る

権
限
が

行
政
府
裁
判
所
に

輿
へ

ら

れ
､

更
に

普
尊
者
の

一

方
の

要
求
に

よ

り
口

頭
審
理

を

利
用
し

得
､

発

嬢
は

そ

の

審
理

中
､

そ
の

人
自
身
が

凝
出
す
る

も
の

と

す
べ

き
で

あ
る

｡

さ

う
す

れ
ば

各

営
尊
者
は

他
の

普
事
者
の

陳
述
に

反
封
す
る

機
食
も

有

㌧
っ

る

こ

と

に

な

り
､

尊
貴
認
定
に

潜
つ

た

行
政
府
裁
判
の

権
威
を
甘

同

め

る

こ

と

に

な

る

だ

ら

う
｡

勿
論

､

■
と

い

つ

て

全
て

の

問
題
に
か
1

る

方
法
が

適

用
さ

る
べ

き
だ

と
い

ふ

の

で

は

な

い
｡

只

併
し

､

少
く
と

も

普
尊
者
は

欲
す
れ

ば

口

頭
審
理

を

琴
求

す
る

こ

と

が
で

き
な

け

れ
ば
な

ら

な
い

｡

更
に

行
政

府
裁
判
に

は

全
然
法
禅
家
の

参
加
を

試
め

な
い

と
い

ふ

こ

と

は

潔
し
て

望

ま

し
い

こ

と
で

ほ

な

く
､

法

律
家
と

行
政
官
の

協
力
こ

そ

望
ま

し
い

も
の

で

あ
る
｡

更
に

ダ

イ

シ

イ
､

フ

レ

デ

リ

ッ

ク
･

ポ

ロ

ッ

ク

卿

S

訂

≡
e

計
ユ

旨

ヮ
U

ご
｡
口

付

の

如
く

､

行
政
裁
判
所
ほ

そ
の

性
質
上

､

政
治
的
干

渉
を

う
け
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や

す
い

と

危
惧
し

て

ゐ

る

者
滝
あ
る

｡

併
乍
ら

､

こ

の

危
険
は

法
律
の

技

衝
的
理

性
に

よ
る

公
平

性
椎

凝
に

よ
つ

て

も

除
去
し

う
■
る

が
､

更
に

前
述

し

た

如

く
､

行
政
府
裁
判
所
の

裁
判
に

公
開
性
を

輿
へ

､

(

口

頭
審
理

､

判
決
の

公
表

､

判
決
理

由
■の

附
輿
)

立

詮

方
法
を

改
善
す

る
こ

と

に

よ

り

)

充
分
に

さ

け

う
る

も

の

で

あ
る

｡

次
に

行
政
府
裁
判
所
の

構
成
に
つ

い

て

は
､

″

凡
そ

､

司

法
機

能
を

行

ふ

か

ら
に

は

明
確
な

､

整
備
さ

れ

た
､

熟
知
さ

れ
た

裁
判
所
が

設
け

ら

れ

■

る
べ

き
で

あ
る

｡
″

と

す
る

｡

そ

し
て

､

そ
の

メ

ン
バ

ー

は

必
ず
と
い

ふ

わ

け

で

は

な
い

が
一

般
に

そ
の

間
趨
に

責
任
あ
る

大
臣
▼に

よ

り

任
命

さ

れ

る
｡

､
そ
の

省
の

役
人
で

そ
の

裁
卿
所
の

メ

ン

バ

ー

の

全
部
又
は

一

部
を

構

成
す
る

場

合
が

あ
つ

て

も

別
段
差

支
へ

は

な
い

が
､

併
し

､

一

般
に

は

外

部
の

者
を

含
め
る

こ

と

が

望
ま

し
い

し
､

文

展

+
局

外
者
丈
で

裁
判
所
を

･

構
成
す

る
の

が

最
長
の

方
法
た

る

こ

と

も

あ
る

｡

併
し

､

そ
れ

ほ

省
自

性

が

営
事
着
で

な
い

限
り

は

必

須
の

も
の

で

あ
る

わ
け
で

は

な
い

｡

併
乍
ら

､

組
織
機

構
よ

り

も

重
要
な
の

は
､

そ
の

局
に

曽
る

人
の

問
題

で

あ
る

｡

中
立

公
正

と
い

ふ

粘
か

ら

す
れ
ば

､

全
然
無
関
係
な

人
が

望
ま

し

い

が
､

行
政
府
裁
判
所
に

於
て

は

そ
の

存
立
の

基
礎
自
性
か

ら

し

て

も

専
門

的
知

識
は

不

可

鰍
で

あ
り

､

更
に

は

そ
の

視
野
の

廣
さ

が

同

時
に

望

ま

し

い

そ

れ

故
､

虞
に

必
要
な
の
■
ほ

､

法
律
的

訓
練
と

特
別
な

分

野
に

於

け
る

専
門

的
知
識
の

結
合
で

あ
る

｡

か
1

る
二

重
の

要
求
を

一

時
に

浦
す

薦
に

は
､

そ
の

一

手
段
と

し

て
､

法
律
家
と

専
門
家
を

一

つ

の

裁
判
所
に

包
含
す
る

こ

と

で

あ
り

､

今
一

つ

の

方
法
は

各
メ

ン

バ

ー

を

し
て

､

こ

の

幻

両
要
求
を

充
し

う
る

人
た

ら

し
め

る

こ

と

で

あ
る

｡

ふ
1

る

意
味
で

塵
1

昔

酔

､

部
外
者
を

そ
の

メ

ソ
.

ハ

一

に

任
命
す
る

必
要
も

生

ず
る
｡

殊
に

個
人
の

自
一

由
､

又
は

財
産
権
に

封
す

る

侵
害
で

強
力
な

反

封
を

預
想
さ

れ

る

如
き
場

合
に

は

外
部
の

利
害
関
係

､

又

は

経
鹸
を

代
表
す

る

人
を

入

れ

る
こ

と
に

よ

り
､

そ
の

様
或
は

極
め

て

増
強
さ

れ
る

た

ら

う
｡

畢
尭
す

る

に

如
何
な

る

構
成
が

望
ま

し

い

か
､

通

常
な

る

か

は
､

そ
の

行
使
す
る

裁
判

権
の

性

質
に

よ

り

決
定
さ

れ

る
べ

き
で

あ
ら

う
｡

文

法
待
萬
館
主

義
者
は

行
政
府
裁
判
所
の

判
決
が

通
常
裁
判
所
の

審
査

を

う
け

る
こ

と

に

な

れ

ば
､

行
政

府
裁
判
制
度
な
る

も
の

を

試
め

る

に

や

ぶ

さ

か
で

な
い

と

い

つ

て

ゐ

る

が
､

そ

れ
で

は

行
政
府
裁
判
所
の

審
理

は

全
く
通
常
裁
判
所
の

辞
理
の

預
審
と

な
つ

て

了
ひ

､

そ
の

本
来
の

目

的
が

見
央
は

れ
て

了
ふ
｡

僻
令

､

ダ

ナ

フ

モ

ア

委
員
倉
の

働
督
の

如
く
法

律
問

題
に
つ

い

て

の

み

司
法
審
査
を

行
ふ

と

限
定
し

た

所
で

､

元

凍
が

法

律
関

越
と

寄
寓
問
題
の

区
別
は

明

輝
で

は

な
い

ー

そ

れ

故
に

裁
判
所
が

法

律
問

題
の

範
圃
を

廣
く

解
侍
す
る

な

ら

ば
､

そ
の

限
定
の

意
味
も

殆
ん

ど

失
は

れ
て

了

ふ
｡

行
政
府
裁
判
の

本
来
か

ら

云
へ

ば
､

寧
ろ

通
常
裁
判
所
の

管

轄
か

ら

猛
立

な

る
こ

と

が

望
ま

し

い

の

で

あ
る

｡

そ

れ

故
に

後
述
す

る

如

き
特
別
な

場
合
を

除
い

て

は

積
立

を

保
障
し

､

そ
の

判
決
の

審
査
を

詔
む

べ

き
で

は

な
､

い

｡

只
行
政
府
裁
朔
所
の

メ

ン

バ

ー

は

通
常
裁
判
所
の

裁
判

官
の

如
き

完
全
な

る

無
答
責
は

認
め

ら

れ

ず
成
る

程

皮
の

個
人
的
責
任
を

試
め

る

こ

と

が

反
つ

て

望
ま

し

い

こ

と

も

あ
る

｡

行
政
府
裁
邦
所
の

規
制
に

関
し

て

重
要

な
こ

と
は

政
府
の

政
策
と

裁
判

所
の

判
決
L
の

問
.の
関
係
で

あ
る

｡

行
政

府
裁
判
所
の

長
所
の

一

は

既
に

見
た

如
く

､

裁
判
所
ほ

鉦
合
致
長
政
策
を

促
進
す
る

能
力
を

有
す
る

と

い
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一

橋

裔

叢

第
二

十
五

壊

第
六

幼

糾

ふ

こ

と

で

あ
る

｡

併

乍
ら

､

現
在

､

⊥

定
時
期
に

何
人
も

そ
の

政
策
が

何

た

る

か
､

或
は

更
に

そ

れ

が

存
在
す
る

か

否
か

を

す

ら

知
ら

な
い

■｡

そ
の

結
果
は

不

必
要
な

混

乱
と

不

穏
資
性
が

存
在
し

､

哉
列
所
の

判
決
は

預
言

不

可

能
な

､

又

塵
≧

前
後
矛
盾
す
る

も
の

と

な

る
｡

そ
九

故
､

大
臣

を

責

任
者
と

す
る

特
別
裁
判
所
が

省
の

中
に

作
ら

れ

た

場
合
に
.

は
､

そ
の

裁
判

所
が

従
ふ

べ

き

政
策
は

明
確
に

定
め

ら

れ
､

大
臣

か

ら

裁
邦
所
に

封
す

る

附
託
文
責

F
e
t

t
e

→

∽

｡
や

声
e

訂
1

e

胃
e

又
は

準
則

河
e

叫

已
m

己
○

ロ

の

中
で

■

明
白
に

宣

言
さ

れ
､

且
つ

､

そ

れ
が

公
表
さ

れ

ね

ば

な
ら

な
い

｡

大
臣
と

行
政
府
裁
判
所
と
の

関
係
は
か
1

る

方
法
以

外
の

方
法
で

規
制
さ

れ
て

は

な
ら

な
い

｡

併
乍
ら

､

大
臣
は

そ
の

行
政
府
裁
判
所
の

司
法
権
行
使
に

つ

い

て

は

試
合
に

対
し
て

一

般
的
責
任
は

負
ふ

が
､

そ
の

個
別
的
な

判
決
如

何
に

つ

い

て

は

全
然

責
任
問
題
を

生
じ

な

い
｡

行
政
府
裁
判
所
の

規
制
に
つ

い

て

柱
意
す
べ

き
今

一

つ

の

屯
の

は

上

級

審
た
る

高
等
行
政
府
裁
判
所
の

設
立
で

あ
る
｡

そ

れ

に

よ

り

下

級
審
の

行

政
府
裁
判
所
の

審
理

､

判
決
む

慌
重
と

な

り
､

更
に

は

高

等
市
政
府
裁
判

所
､

ひ

い

て

は

全
行
政
府
裁
判
所
が

慎
重
な

態
度
を

と

ら

ぎ
る

を

得
な

く

な
る

｡

併
乍
ら

､

通
常
裁
判
所
の

コ

ン

ト

ロ

ー

ル

を

全
然
靡
す

る

も
の

で

は

な

く
､

行
政
府
裁
判
の

存
在
意
義
を

抹
殺
せ

ず
､

.
叉

国
民
の

権
利

､

自
由
を

よ

り

よ

く
保
障
す
る

に

必

雷
な

限
り

､

管
哲
榛

､

及

び

手

繰
に

封
す

る

藍

(

鼓
三
)

督
的
管
轄
睦
に
つ

い

て

は

之
を

維
瀕
す
べ

き
で

あ
る

｡

(

四
五

四

-
田

丸

五
)

一番

.
六

以
上

の

如
き
研

究
か

ら
ロ

ブ

ソ

ソ

は

十

教
項

目
に

も
た
る

建
設
的
捉
案

を

な
し

て

ゐ

る
｡

こ

れ

ら
の

個
々

の

も
の

に

封
し
て

は

論
ず
べ

き
鰯
も

あ

る

が
､

こ

ゝ

で

は

省
略
し

て

層
く
こ

と
ゝ

す

る
｡

只
､

之
等
の

琴
案
の

中

に

は

既
に

ダ

ナ

フ

モ

ア

委
員

皆
の

報
告
書
の

中
で

勧

告
さ

れ
て

ゐ

る

も
の

と

同

様
な

郭
が

少
か

ら

ず

存
在
す

る

と

言
ふ

こ

と

は

我
々

の

興
味
を
ひ
■
く

も
の

が

あ
る

｡

決
局

､

両
者
の

差
異

は
､

現
存
の

行
政

府
裁
判
制
の

包
赦

す

る

敏
隋
･

-
2

専
断
的
睦
力
の

支
配

ト
の

排

除
計
ヽ

行
政
府
裁
判
制
度

の

内

部
的
改

車
に

よ
つ

て

成
就
せ

ん

と

す

ふ

盆

又

は

そ

れ

を

俸
統
的
な

通
常
裁
判
所
の

優
位
と
い

ふ

朝
に

依
存
し

て

達
成
し

よ

う
と

し
て

ゐ
る

か

の

相
異
で

あ
り

､

そ

れ

は

結
局

､

時
代
の

要
求
忙

合
理

的
に

却

癒
せ

ん

と

し
て

ゐ

る

も
の

と

執
行
部
へ

の

栴
疑
と

通

常
裁
判
所
へ

の

絶
封
的
信
頼
と

い

ふ

停
締
約
な

思
想
を

維
持
し
て

ゐ

る

も
の

と
､

の

問
の
■
差
異
に

外
な
ら

な
い

｡
彼
が

ジ
ェ

ニ

ソ

グ

ス

同

様
､

ダ

イ

シ

イ
の

法
支
配

諭
を

否
認
し
て

所
謂

｢

法
支
配
+

の

維
持
を

全
然
意
識
的
に

は

考
察
し

て

ゐ

な
い

と
い

ふ

鮎
に

問
題
は

あ
る

が
､

彼
は

行
政
府
裁
判
制
の

有
用
性
を

充
分
に

試
め

､

そ

れ

と

同

時
に

､

そ
の

長
所
を

積
極
的
に

生
か

し
っ

1
､

そ
の

敏
陪
を

匡
正

す
.

る

方
法
を

資
質
的
に

考
察
し
て

ゐ

る
｡

即
ち

機
構

､

事

績
の

上
に

出
来
る

丈

】
･

行
政
府
裁
判
の

長
所
を

抹
段
せ

ぬ

範
囲
で

､

2
考
慮
を

沸
ひ

､

通
常
裁
判
所
の

長
所
を
と

り
■
入

れ
､

そ
の

短

所
を

補
つ

て

行
か

う
と

し

て

る

る
?

そ
れ

傲
､

戚
の

捉
凛
は

通
常
裁
判
所
の

一

般
的
管
轄
権
を

排
除
す
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5
(

X
U

､

＼

カ
ー

る

と
い

ふ

意
味
に

於
て

､

ダ

イ
シ

イ

的
観
念
の

持
主
に

と
つ

て

は
､

一

見

極
め
て

｢

法
支
配
の

原
理
+

に

と
つ

て

危
険
な

も
の

に

映
じ

は

す
る

が
､

そ

れ
を

資
質
的
に

考
へ

て

見

れ

ば

法
支
配
の

板
木
理

念
を

一

層
､

具
性

的
､

規
資
的
に

促
進
す
る

も
の

と

も

考
へ

ら

れ

る
｡

併
乍
ら

､

か
ゝ

る
ロ
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